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音
羽
山 

清
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寺  

貫
主

　
森

　
清
範
先
生

「
見
え
る
命   

見
え
な
い
い
の
ち
」

創
立
六
十
五
周
年
記
念
講
演
会 

講
演
録

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
清
水
寺
住
職
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

神
道
青
年
会
が
創
立
六
十
五
年
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
た
大
変
意
義
深
い
時

に
、ご
案
内
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
誠
に
忝
く
存
じ
ま
す
。六
十
五
年
前
と
言
い

ま
す
と
、日
本
が
戦
争
に
負
け
日
本
人
の
心
身
が
荒
廃
し
て
い
る
頃
で
あ
り
ま

す
。そ
の
な
か
に
お
い
て
設
立
が
為
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、い
ち
早
く
日
本

人
の
精
神
を
し
っ
か
り
と
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
輩
諸
氏

の
志
で
あ
り
、そ
れ
を
今
日
ま
で
こ
う
し
て
受
け
継
い
で
お
ら
れ
る
皆
様
方
の

お
力
に
篤
い
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
が
今
日
こ
こ
に
ご
案
内
を
賜
り
ま
し
た
の
は
、石
清
水
八
幡
宮
の
秘
書

室
長
で
、ま
た
貴
会
長
で
も
お
ら
れ
ま
す
櫻
井
様
よ
り
お
声
を
掛
け
て
頂
い

た
ご
縁
で
ご
ざ
い
ま
す
。石
清
水
八
幡
宮
さ
ま
と
は
、平
成
十
五
年
に
寛
永
再

建
三
百
八
十
年
を
記
念
し
て
当
山
の
奥
之
院
御
本
尊
さ
ま
の
二
百
四
十
三

年
ぶ
り
の
御
開
帳
の
時
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。そ
の
折
り
に
、石
清
水
八
幡
宮
の

宮
司
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
田
中
恆
清
宮
司
様
に
ご
出
仕
賜
り
、神
道
式
で
本

堂
御
宝
前
に
て
祭
祀
を
お
勤
め
頂
い
て
以
来
の
ご
縁
で
ご
ざ
い
ま
す
。こ
れ
以

降
、春
に
は
国
家
安
泰
世
界
平
和
祈
願
献
花
祭
を
当
山
に
て
、ま
た
秋
に
は
私

達
が
石
清
水
さ
ま
に
参
り
ま
し
て
仏
式
で
御
神
前
に
て
法
要
を
勤
め
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。ま
た
、平
成
二
十
二
年
に
は
応
神
天
皇
さ
ま
御
生
誕
一
千

七
百
年
、石
清
水
八
幡
宮
御
鎮
座
一
千
百
五
十
年
記
念
に
も
御
神
前
で
法
要

を
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

石
清
水
八
幡
宮
さ
ま
と
の
ご
縁
が
で
き
ま
し
た
奥
之
院
御
本
尊
の
御
開
帳

で
す
が
、今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、実
に
二
百
四
十
三
年
ぶ
り
で
し
た
。御
開

帳
に
至
る
に
は
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。奥
之
院
御
開
帳
よ
り
遡
る

こ
と
三
年
前
、平
成
十
二
年
に
本
堂
御
本
尊
さ
ま
の
御
開
帳
が
あ
り
ま
し
た
。

本
堂
は
三
十
三
年
に
一
度
の
御
開
帳
で
ご
ざ
い
ま
す
。そ
の
時
に
文
化
庁
さ
ん

が「
本
堂
秘
仏
の
御
本
尊
を
調
査
し
た
い
」と
、申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の

時
に
思
い
出
し
ま
し
た
の
が
、そ
の
更
に
三
十
三
年
前
の
御
開
帳
の
時
で
す
。

私
も
ま
だ
小
僧
の
頃
で
す
。師
匠
に
同
じ
く
文
化
庁
さ
ん
か
ら
秘
仏
を
調
べ

た
い
と
言
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
時
に
師
匠
が「
調
べ
る
っ
て
ど
な
い
す
る

ん
や
」と
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。す
る
と「
そ
ら
ま
ぁ
レ
ン
ト
ゲ
ン
か
け
て
、そ
し

て
こ
う
し
ま
す
」と
答
え
ら
れ
る
と
、「
そ
ん
な
こ
と
や
め
て
く
れ
」と
師
匠
が

怒
ら
れ
調
査
が
で
き
て
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

三
十
三
年
後
、私
の
代
に
な
り
ま
し
て
、ま
た
来
ら
れ
た
の
で
す
が
、師
匠
が

「
あ
か
ん
」っ
て
言
っ
て
い
る
の
に
、私
が「
よ
ろ
し
い
」と
言
っ
て
調
べ
て
も
ら
っ

て
、も
し
罰
が
当
た
っ
た
ら
困
り
ま
す
の
で「
次
の
代
に
し
て
く
れ
」と
お
願
い

し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。し
か
し
、「
あ
そ
こ
も
あ
か
ん
、こ
こ
も
あ
か
ん
」と
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い
っ
た
ら　

愛
想
が
悪
い
の
で
、一
度
、奥
之
院
の
御
本
尊
さ
ん
は
ど
う
だ
ろ

う
と
な
り
ま
し
た
。し
ば
ら
く
開
け
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
二
百
五
十
年
近
く

経
っ
て
い
ま
す
。当
時
、当
山
の
信
徒
総
代
で
あ
り
東
京
芸
大
名
誉
教
授
、大

仏
師
で
も
あ
っ
た
西
村
公
朝
先
生
が「
な
ら
奥
之
院
の
仏
さ
ん
、い
っ
ぺ
ん
見

て
も
ら
っ
た
ら
ど
う
や
。わ
た
し
も
知
ら
な
い
」と
仰
っ
た
の
で
調
査
を
し
て
頂

き
ま
し
た
。す
る
と
、な
ん
と
な
ん
と
慶
派
の
仏
像
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
直

ぐ
に
国
の
重
要
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。さ
す
が
の
西
村
公
朝
先
生
も「
こ
ん

な
仏
さ
ん
が
居
ら
れ
る
と
は
知
ら
な
ん
だ
」と
言
っ
て
び
っ
く
り
さ
れ
ま
し
た
。

数
え
ま
し
た
ら
二
百
四
十
三
年
も
の
間
、御
扉
が
閉
ま
っ
た
ま
ま
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

御
開
帳
の
時
の
作
法
や
普
段
の
法
要
な
ど
、古
来
よ
り
伝
わ
る
法
要
次
第

に
は
読
経
が
無
く
、た
だ
ず
っ
と
仏
さ
ん
の
名
前
を
読
み
上
げ
て
祈
願
を
し
ま

す
。実
は
そ
の
中
に「
神
分
」と
い
う
個
所
が
ご
ざ
い
ま
す
。こ
の「
神
分
」と
い

う
と
こ
ろ
は
、日
本
国
中
の
神
様
を
勧
請
し
祈
願
を
す
る
と
い
う
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。ち
ょ
っ
と
そ
れ
を
少
し
読
み
上
げ
て
み
ま
す
。「
修
正
会
」と
言
い
ま

し
て
正
月
に
国
家
安
泰
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
法
要
の
場
面
で
す
が
、「
修
正

会
の
御
勤
め
御
願
円
満
の
砌
有
れ
ば（
中
略
）天
照
大
神
八
幡
三
所
賀
茂
下

上
松
尾
平
野
稲
荷
大
原
春
日
住
吉
山
王
新
羅
北
野
鹿
島
八
坂
等
諸
大
明
神

（
中
略
）地
主
明
神
一
百
余
処
の
諸
大
明
神
部
類
眷
属
等（
後
略
）」と
い
う
具

合
に
、沢
山
の
神
様
を
勧
請
い
た
し
ま
し
て
祈
願
を
し
て
お
り
ま
す
。こ
の
神

分
に
石
清
水
八
幡
宮
さ
ん
の
お
名
前
も
あ
り
、同
じ「
清
水
」と
い
う「
水
」の

ご
縁
か
ら
石
清
水
八
幡
宮
の
田
中
恆
清
宮
司
さ
ま
に
合
同
の
祈
願
祭
を
お
願

い
し
た
ら
快
く
引
き
受
け
て
頂
き
ま
し
た
。神
仏
の
お
力
に
よ
っ
て
今
日
に
至

る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
清
水
寺
は
、宝
亀
九
年（
七
七
八
）に
創
建
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

約
一
千
二
百
年
余
り
の
歴
史
を
有
し
ま
す
が
、平
安
時
代
よ
り
大
衆
庶
民
信

仰
の
寺
、観
音
霊
場
と
し
て
弘
が
り
ま
し
た
。例
え
ば
枕
草
子
、源
氏
物
語
、平

家
物
語
か
ら
御
伽
草
子
な
ど
日
本
文
学
や
謡
曲
に
も
随
分
と
出
て
参
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、浄
瑠
璃
、歌
舞
伎
で
す
ね
。こ
う
い
う
中
に
も
観
音
さ
ま
の

霊
験
が
謡
わ
れ
て
お
り
ま
す
。ま
た
、古
典
落
語
の
中
に
も
採
り
上
げ
ら
れ
る

な
ど
な
ど
、大
衆
文
化
の
中
に
お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
も
う
一
つ
特
徴

的
な
の
は
、実
に
十
何
回
余
り
大
火
事
に
遭
遇
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

当
山
に
は
清
水
寺
史
と
い
う
歴
史
を
ま
と
め
た
も
の
が
無
か
っ
た
も
の
で

す
か
ら
、二
十
年
ほ
ど
前
に
、信
徒
総
代
で
あ
っ
た
林
屋
辰
三
郎
先
生
に
相
談

い
た
し
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、十
数
回
も
大
き
く
焼
け
て
い
る
の
で
お
寺
に
史

料
が
残
っ
て
な
い
の
で
す
ね
。た
だ
、寺
外
の
歴
史
書
や
史
料
に
は
残
っ
て
い
た

の
で
す
。そ
れ
で
、外
の
史
料
と
共
に「
編
纂
し
よ
う
」と
い
う
こ
と
で
十
数
年

か
け
て
寺
史
を
編
纂
し
て
頂
き
ま
し
た
。林
屋
先
生
は「
よ
う
焼
け
と
る
」、

「
十
何
回
も
焼
け
る
お
寺
も
珍
し
い
け
れ
ど
も
、焼
け
た
ら
す
ぐ
に
立
ち
直
る

の
が
な
お
珍
し
い
、こ
れ
も
歴
史
や
」と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。林
屋
先
生
が

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、本
当
に
よ
く
焼
け
て
お
り
ま
す
。

　

焼
け
て
い
る
原
因
の
一
つ
に
焼
き
討
ち
が
あ
り
ま
す
。確
か
二
条
天
皇
だ
と

思
い
ま
す
が
、二
条
天
皇
の
葬
儀
の
時
に「
札
打
」と
言
う
供
養
の
札
を
打
っ
た

そ
う
で
す
。現
在
は
昭
和
四
十
年
に
独
立
し
ま
し
た
が
、そ
の
頃
は
奈
良
の
興

福
寺
の
配
下
に
あ
り
ま
し
た
。皆
さ
ん
ご
承
知
の
よ
う
に「
南
都
北
嶺
の
戦

い
」と
言
わ
れ
、興
福
寺
と
比
叡
山
は
大
変
仲
が
悪
か
っ
た
。そ
ん
な
時
に
、札

打
が
比
叡
山
の
上
に
興
福
寺
の
札
が
打
っ
て
あ
っ
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。そ

れ
で
比
叡
山
の
衆
徒
が
大
変
腹
を
立
て
ま
し
て
、興
福
寺
の
札
を
外
し
て
投
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げ
捨
て
た
。こ
れ
で
え
ら
い
こ
と
に
な
っ
て
、比
叡
山
か
ら
僧
兵
が
出
て
き
ま
し

て「
興
福
寺
配
下
の
京
都
に
あ
る
清
水
寺
を
焼
い
て
し
ま
え
」と
い
う
こ
と
で

焼
き
討
ち
が
度
々
あ
り
ま
し
た
。こ
の
時
の
様
子
が
、室
町
期
に
描
か
れ
ま
し

た
現
在
は
重
要
文
化
財
の『
清
水
寺
縁
起
絵
巻
』三
巻
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

焼
か
れ
て
大
い
に
燃
え
て
い
る
絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。比
叡
山
の
方
に「
昔

は
よ
く
焼
き
討
ち
に
さ
れ
た
」と
か
、八
百
年
も
昔
の
こ
と
が
た
ま
に
話
題
と

な
り
ま
す
が
、今
は
比
叡
山
の
和
尚
さ
ん
と
も
仲
良
く
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
の
伽
藍
は
寛
永
十
年（
一
六
三
三
）再
建
の
も
の
で
す
。寛
永
六
年（
一
六

二
九
）に
山
内
で
出
火
し
ほ
ぼ
全
山
焼
け
て
し
ま
い
、四
年
後
に
現
在
の
伽
藍

を
再
興
い
た
し
て
お
り
ま
す
。わ
ず
か
四
年
間
で
す
。四
年
で
今
の
本
堂
だ
け

で
は
な
く
現
在
の
伽
藍
を
再
興
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
い
う
の
は「
凄
い
も
ん
や
な
あ
」と
感
心
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。約
三
百
八
十

年
を
越
え
る
建
築
で
す
の
で
、現
在
は「
平
成
の
大
修
理
」と
い
う
こ
と
で
、国

宝
の
本
堂
を
は
じ
め
八
棟
の
重
要
文
化
財
等
を
解
体
半
解
体
修
理
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
方
は
、牛
若
丸
と
弁
慶
の
刀
の
取
り
合
い
は
五
条
の
大
橋
で
丁
々

発
止
を
し
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、五
百
年
程
前
の
も

の
で
す
が『
義
経
記
』が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
義
経
の
一
代
記
が
書
か
れ
て
お
り

ま
す
。こ
の
伝
記
で
は
、牛
若
丸
と
弁
慶
の
件
は
五
条
大
橋
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。実
は
清
水
の
舞
台
で
刀
の
取
合
い
を
や
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。挿
絵

に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、こ
の
話
が
五
条
大
橋
に
持
っ
て
い
か
れ
た

の
で
す
。誠
に
惜
し
い
の
で
取
り
返
し
に
行
こ
う
か
と
思
う
の
で
す
が
時
既
に

遅
し
。バ
ス
ガ
イ
ド
さ
ん
が
五
条
大
橋
を
通
り
ま
す
と「
京
の
五
条
の
橋
の

上
」と
歌
わ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

　

十
数
回
火
事
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
中
で
、火
事
で
も
焼
け
な
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。そ
れ
は
何
か
と
言
う
と
金
属
で
す
。こ
れ
は
焼
け
な
い
で
す
。石
は
火
が

入
る
と
ボ
ロ
ボ
ロ
と
崩
れ
ま
す
。そ
の
金
属
と
は
梵
鐘
で
す
ね
。釣
鐘
。こ
の
釣

鐘
は
、釣
鐘
堂
の
屋
根
は
焼
け
ま
す
。す
る
と
ド
ス
ン
と
落
ち
る
と
思
う
の
で

す
。そ
し
て
落
ち
ま
す
と
そ
の
釣
鐘
は
火
が
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。梵
鐘
屋
さ

ん
に
聞
き
ま
す
と
、そ
の
場
合
は
溶
か
し
て
ま
た
新
し
い
鐘
楼
が
で
き
る
そ
う

で
、改
鋳
を
し
て
ま
た
釣
鐘
に
す
る
そ
う
で
す
。

　

十
年
程
前
ま
で
撞
い
て
お
り
ま
し
た
釣
鐘
は
、今
か
ら
五
百
年
ほ
ど
前
に

鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。た
だ
懸
け
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
現
役
で
毎
日
撞

い
て
お
り
ま
し
た
の
で
文
化
庁
か
ら「
金
属
疲
労
を
起
こ
し
た
ら
あ
か
ん
さ
か

い
に
、お
蔵
入
り
に
し
て
新
し
い
梵
鐘
を
造
ら
れ
た
ら
ど
う
で
す
か
」と
こ
う

い
う
こ
と
で
、新
し
い
梵
鐘
を
十
年
前
に
造
り
変
え
ま
し
た
。門
前
町
の
土
産

物
屋
さ
ん
の
ご
主
人
と
月
に
一
度
、情
報
交
換
を
し
ま
し
て
防
災
防
犯
か
ら

動
向
な
ど
色
ん
な
こ
と
に
つ
い
て
話
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。そ
の
中
で
、梵
鐘

の
話
が
出
ま
し
て「
掛
け
替
え
る
な
ら
門
前
町
で
平
成
の
大
梵
鐘
を
造
ら
し

て
下
さ
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
が
現
在
か
か
っ
て
お
り
ま
す
平

成
の
大
梵
鐘
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

当
山
で
は
毎
朝
五
時
に
十
三
打
撞
い
て
お
り
ま
す
。こ
の
五
時
の
十
三
打
の

鐘
を
合
図
に
法
衣
に
着
替
え
て
本
堂
に
入
っ
て
お
勤
め
を
し
、順
番
に
諸
堂
を

廻
っ
て
寺
務
所
へ
帰
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
私
の
日
課
で
ご
ざ
い
ま
す
。鐘
を

合
図
に
動
き
出
し
ま
す
の
で
、今
ま
で
梵
鐘
を
そ
ん
な
に
じ
っ
と
見
た
わ
け
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。し
か
し
、五
百
年
前
の
梵
鐘
が
お
蔵
入
り
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、改
め
て
梵
鐘
を
眺
め
ま
す
と「
そ
う
か
」と
非
常
に

感
心
し
た
銘
文
が
あ
り
ま
し
た
。「
文
明
十
年　

願
阿
」と
い
う
銘
で
す
。大
き
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い
字
で
す
の
で
は
っ
き
り
と
見
え
ま
す
。こ
の
梵
鐘
が「
文
明
十
年　

願
阿
」と

い
う
方
が
造
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。こ
の
願
阿
上
人
と
い
う
方
は
、

あ
ま
り
記
録
が
無
い
の
で
す
が
、聖
で
し
て
色
々
な
施
行
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
び
っ
く
り
し
ま
し
た
の
が
、文
明
十
年
と
い
う
年
で
す
。願
阿
上
人
は

文
明
十
年
に
こ
の
鐘
を
鋳
造
し
た
の
を
皮
切
り
に
、順
々
に
諸
堂
伽
藍
を
再

建
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、文
明
十
年
の
前
年
の
文
明
九
年
が
ど
の
よ
う
な

年
で
あ
っ
た
か
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
は
、応
仁
の
乱
が
終
わ
っ
た
年
で
す
。

で
す
か
ら
、応
仁
の
乱
が
終
わ
っ
た
翌
年
に
お
寺
の
鐘
を
造
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
も
う
大
変
な
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。京
都
は
も
う
焦
土
と
化
し
て

お
り
ま
す
。応
仁
の
乱
で
焼
け
残
っ
た
も
の
も
若
干
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、焼

け
野
原
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。清
水
寺
も
焼
け
て
お
り
ま
す
。そ
ん
な
な
か
で

も
鐘
を
鋳
造
し
て
い
る
の
で
す
。大
変
感
動
い
た
し
ま
し
て
、こ
の
願
阿
さ
ん

や
鋳
造
さ
れ
た
頃
を
調
べ
て
み
ま
す
と「
晴
富
宿
禰
」と
い
う
お
公
家
さ
ん
の

日
記
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。文
明
十
年
四
月
の
項
に「
十
六
日
に
今
日
清
水
寺
の

釣
鐘
が
出
来
ま
し
た
」と
書
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。「
内
裏
の
西
に
仮
の
屋
根
を

造
っ
て
、願
阿
と
い
う
方
が
願
主
で
ご
ざ
い
ま
す
」と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て「
十
七
日
、沢
山
の
人
が
釣
鐘
を
参
詣
に
行
っ
た
」と
書
い
て
あ
る
の
で

す
。つ
ま
り
、鋳
造
の
物
見
遊
山
で
は
な
く「
参
詣
」だ
と
い
う
の
で
す
。応
仁
の

乱
で
沢
山
の
人
が
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。そ
の
供
養
に
行
っ
た
と
い
う
記
録

な
の
で
あ
り
ま
す
。そ
し
て
こ
の
鐘
を
車
に
乗
せ
て
、「
洛
中
の
諸
人
剛
力
」と

書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、そ
の
車
を
沢
山
の
人
が
力
を
合
わ
せ
て「
わ
っ
し
ょ

い
わ
っ
し
ょ
い
」と
運
ん
で
行
っ
た
。さ
ら
に
は「
木
振
こ
れ
に
乗
る
」「
風
流
あ

り
」と
あ
り
ま
す
か
ら
、釣
鐘
の
車
の
周
り
で
囃
し
立
て
な
が
ら
鐘
や
太
鼓
を

鳴
ら
し
て
い
た
の
で
す
。「
木
振
」と
い
い
ま
す
の
は
、林
屋
先
生
に
聞
き
ま
し

た
ら「
松
の
木
を
立
て
て
遠
く
か
ら
で
も
何
か
が
運
行
し
て
い
る
と
い
う
の
が

目
立
つ
よ
う
に
し
た
ん
や
」と
申
さ
れ「
恐
ら
く
こ
れ
は
、京
都
の
祇
園
祭
を
再

興
す
る
原
型
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」と
、先
生
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

願
阿
上
人
は
施
行
を
さ
れ
、沢
山
の
人
々
に
食
べ
る
も
の
を
与
え
た
り
、丁

重
に
死
者
を
葬
っ
た
り
さ
れ
た
よ
う
で
す
。こ
の
施
行
を
さ
れ
て
い
た
願
阿
上

人
だ
か
ら
こ
そ
み
ん
な
が
鐘
を
造
る
こ
と
に
協
力
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。こ

の
釣
鐘
は「
京
都
の
人
々
、力
を
だ
し
ま
し
ょ
う
」「
こ
れ
か
ら
再
興
い
た
し
ま

し
ょ
う
」「
人
が
人
を
傷
つ
け
殺
し
合
う
よ
う
な
そ
ん
な
戦
争
を
止
め
よ
う
」

「
亡
く
な
っ
た
方
へ
の
菩
提
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、こ
の
鐘
を
撞
い
て
人
々

に
知
ら
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、こ
の
鐘
を
十
三
撞
い
て
朝
の
五
時
に
お
勤
め
を

す
る
の
で
す
が
、警
備
員
さ
ん
は
そ
の
鐘
を
撞
き
朝
の
開
門
用
意
を
し
て
仕
事

が
終
わ
り
ま
す
。梵
鐘
の
新
旧
が
替
わ
る
日
が
決
ま
り
、旧
梵
鐘
の
撞
く
数
が

決
ま
っ
た
の
で「
私
に
撞
か
せ
て
ん
か
」と
私
が
撞
い
て
、そ
れ
か
ら
お
勤
め
に

入
っ
た
の
で
す
が
、撞
い
て
お
り
ま
す
と
、何
と
も
な
く
寂
し
い
。五
百
年
も

ず
っ
と
毎
朝
撞
い
て
き
て
、私
の
代
に
替
わ
る
と
い
う
こ
と
は「
実
に
寂
し
い
」

と
、そ
ん
な
思
い
を
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
ら
、芭
蕉
の
句
を
思
い
出
し
ま
し

た
。芭
蕉
の『
涼
し
さ
や
鐘
を
離
れ
る
鐘
の
音
』と
こ
う
い
う
歌
で
す
。『
涼
し
さ

や
鐘
を
離
れ
る
鐘
の
音
』。こ
れ
を
本
歌
取
り
に
い
た
し
ま
し
て
、「
涼
し
さ
や
」

を「
寂
し
さ
や
」に
変
え『
寂
し
さ
や
鐘
を
離
れ
る
鐘
の
音
』と
詠
み
ま
し
た
。

　

こ
の「
梵
鐘
」の「
梵
」と
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は「
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
」と
言

い
ま
す
。こ
れ
を
音
写
し
て「
ボ
ン
ラ
ン
マ
」と
さ
れ
ま
す
。さ
ら
に「
ラ
ン
マ
」と

い
う
字
が
省
略
さ
れ「
梵
」と
な
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
省
略
は
よ
く
あ
り
ま

す
。「
ス
ト
ゥ
ー
パ
ー
」と
い
う
の
は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
墓
を
指
す
の
で
す
が
、
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そ
れ
を「
卒
塔
婆
」（
そ
と
う
ば
）と
音
訳
し
て
漢
字
に
当
て
は
め
て
い
ま
す
。

最
後
は
そ
の「
塔
」だ
け
が
残
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。で
す
か
ら
三
重
塔
・
五

重
塔
と
は
、元
々
こ
れ
は「
お
釈
迦
さ
ま
の
お
墓
」と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
他
に
も
沢
山
省
略
さ
れ
た
語
が
あ
る
の
で
す
が
、こ
の「
ボ
ン
」と

い
う
も
の「
ボ
ン
ラ
ン
マ
」を
音
写
し
た
の
で
す
が
、中
国
の
学
僧
は
そ
こ
に
。

音
訳
と
漢
訳
を
両
方
合
わ
せ
て「
梵
」を
当
て
て
い
る
の
で
す
。「
梵
」と
い
う
字

は「
ボ
ン
」と
発
音
す
る
と
同
時
に「
爽
や
か
」と
い
う
字
義
で
す
。あ
る
い
は

「
荘
厳
」と
か「
厳
か
」と
か「
清
浄
」と
か
い
う
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
。『
観
音

経
』と
い
う
お
経
の
中
に
は「
梵
音
、梵
の
音
は
海
潮
音
で
あ
る
」と
説
い
て
お

り
、海
の
潮
の
ザ
ワ
ザ
ワ
と
い
う
音
が
荘
厳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を「
梵
」と
い

う
字
で
表
現
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

し
か
し
、別
に
荘
厳
な
も
の
は
釣
鐘
の
音
だ
け
と
は
違
い
ま
し
て
、神
社
で

も
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。境
内
に
入
り
ま
し
た
ら
、い
つ
も
綺
麗
に
お
参

り
に
な
る
方
の
歓
迎
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
寺
も
掃
除
や

本
堂
に
は
花
と
か
蝋
燭
と
か
を
立
て
て
荘
厳
を
い
た
し
ま
す
。そ
の
空
間
へ
入

り
ま
す
と
厳
か
な
空
気
に
よ
っ
て
私
達
の
心
が
清
浄
に
な
る
、荘
厳
さ
れ
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、こ
の「
梵
心
」と
い
う
言
葉
は
、仏
教
用
語
の
熟
語

に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も「
梵
心
」と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
。「
梵
な
る
心
」「
清
浄
な
る
、荘
厳
な
る
心
」と
い
う
も
の
を「
梵
心
」と

い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
梵
」と
い
う
字
は「
ソ
ヨ
ギ
」と
も
読
み
ま
す
。広
島
カ
ー
プ
に「
梵
」（
そ
よ

ぎ
）と
い
う
選
手
が
お
ら
れ
ま
す
。風
で
笹
が
そ
よ
ぐ
と
い
う
よ
う
な
爽
や
か

な
情
景
を
表
現
し
た
字
で
す
。で
す
か
ら
寺
の
庭
な
ん
か
も
同
じ
で
す
。ま
た

着
て
い
る
法
衣
も
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。境
内
へ
出
て
い
ま
し
た
ら
、学
生
さ

ん
が「
和
尚
さ
ん
、写
真
撮
っ
て
下
さ
い
」と
よ
く
声
を
か
け
ら
れ
ま
す
。そ
れ
で

「
撮
り
ま
し
ょ
う
」と
言
っ
て
写
真
に
写
り
ま
す
。修
学
旅
行
生
は
、相
手
が
誰

か
と
い
う
こ
と
は
全
く
知
ら
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。し
か
し
、私
を
撮
り

た
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。衣
を
撮
り
た
い
の
で
す
。天
ぷ
ら
み
た
い
な
も
の

だ
と
思
っ
て
、撮
っ
て
い
た
だ
い
て
お
る
わ
け
で
す
が
、こ
れ
も
や
は
り「
梵
」の

一
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

お
経
の
声
も
同
じ
で
す
。八
幡
さ
ん
で
の
法
要
の
際
に
大
祓
詞
を
皆
で
揃
っ

て
上
げ
ら
れ
る
の
を
聞
き
ま
す
が
非
常
に
荘
厳
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。お

経
の
声
も
実
は
そ
う
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。数
年
前
に
、三
百

人
の
和
尚
さ
ん
の
お
経
を
聞
い
た
事
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
日
中
韓
仏
教
徒

会
議
と
言
い
ま
し
て
、日
本
と
中
国
と
韓
国
の
仏
教
徒
が
毎
年
寄
っ
て
韓
国

大
会
、中
国
大
会
、日
本
大
会
と
い
う
よ
う
に
開
催
地
を
廻
っ
て
お
り
ま
す
。

今
年
は
中
国
大
会
で
す
が
、以
前
の
日
本
大
会
の
時
に
、中
国
か
ら
百
人
、韓

国
か
ら
百
人
、日
本
か
ら
百
人
僧
侶
が
参
加
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
三
百

人
の
お
経
を
何
処
で
上
げ
よ
う
」と
相
談
し
た
ら「
ま
ぁ
奈
良
の
大
仏
さ
ん
し

か
な
い
な
」と
い
う
こ
と
で
東
大
寺
の
さ
ん
の
快
諾
を
得
て
、大
仏
さ
ん
の
周

り
に
三
百
人
の
お
坊
さ
ん
が
集
ま
り
ま
し
た
。し
か
し
何
の
お
経
を
読
む
の
か

問
題
に
な
り
、結
局
共
通
す
る「
般
若
心
経
」に
決
ま
り
ま
し
た
。中
国
人
は
中

国
語
で
、韓
国
人
は
韓
国
語
で
、日
本
人
は
日
本
語
で
、見
事
に
同
じ
お
経
で

も
読
ん
で
い
る
音
は
バ
ラ
バ
ラ
で
す
わ
。と
こ
ろ
が
、最
後
の
部
分「
掲
諦　

掲

諦　

波
羅
掲
諦　

波
羅
僧
掲
諦
」と
い
う
有
名
な
個
所
が
あ
る
の
で
す
。こ
れ

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
そ
の
ま
ま
音
写
し
て
お
り
ま
す
の
で
、中
国
も
韓
国

も
日
本
も
そ
の
部
分
に
な
る
と
同
じ
な
の
で
す
。「
ぎ
ゃ
ー
て
ー
ぎ
ゃ
ー
て
ー

ぎ
ゃ
ー
て
ー
」と
三
百
人
が
読
み
ま
す
と
な
か
な
か
荘
厳
で
こ
ん
な
姿
は
始
め
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て
と
思
い
ま
し
た
。

　

お
寺
で
生
活
を
し
て
い
ま
す
と
釣
鐘
の「
ゴ
ー
ン
」と
い
う
音
が
、実
に「
え

え
音
や
な
」と
思
う
の
で
す
。皆
さ
ん
、ミ
レ
ー
の『
晩
鐘
』と
い
う
絵
を
ご
存

知
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。あ
れ
は
お
寺
の
鐘
の
音
、ど
こ
か
の
教
会
で
ご
ざ
い
ま

し
ょ
う
。「
カ
ラ
ン
カ
ラ
ン
」と
い
う
音
だ
と
思
い
ま
す
が
、そ
の
音
を
聴
い
て

農
夫
が
そ
こ
で
一
日
の
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
の
で
す
ね
。「
無
事
で
ご
ざ

い
ま
し
た
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」と
言
っ
て
、神
に
感
謝
を
述
べ
て
い
る

と
い
う
絵
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
祈
る
」と
い
う
事
。「
祈
る
」と
い
う
の
は
、す
ご
く

宗
教
的
な
言
葉
に
聞
こ
え
ま
す
け
れ
ど
も
、実
は
そ
の
反
面
、日
常
の
言
葉
だ

と
思
う
ん
で
す
。例
え
ば
家
族
が
半
月
で
も
外
国
旅
行
す
る
と
な
っ
た
ら「
無

事
で
行
く
ね
ん
で
」や「
食
べ
る
も
の
気
を
つ
け
、飲
む
も
の
気
を
つ
け
て
。初
め

て
の
所
や
さ
か
い
に
」と
言
っ
て
無
事
を
祈
り
ま
せ
ん
か
。し
か
し
、そ
の
対
象

が
神
様
で
す
か
。仏
さ
ま
で
す
か
。と
考
え
る
と
神
も
仏
も
無
い
の
で
す
ね
。無

く
と
も
私
た
ち
人
間
の
心
の
奥
底
に
あ
る「
梵
心
」と
い
う
清
浄
で
、本
当
に

無
垢
な
心
か
ら
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の
時
、陸
前
高
田
に
あ
っ
た
高
田
松
原
の
流
出
し
た
松
を

ご
縁
で
頂
き
ま
し
た
。そ
の
流
出
し
た
松
の
木
で
震
災
の
明
く
る
年
に
大
き
な

丈
六
の
大
日
如
来
さ
ん
を
彫
っ
て
頂
き
ま
し
た
。松
の
木
で
仏
像
を
彫
る
こ
と

は
不
向
き
な
の
で
す
。ヤ
ニ
が
出
ま
す
し
、し
か
も
海
水
に
浸
か
っ
て
お
り
ま

す
。こ
れ
が
ま
た
具
合
悪
い
。し
か
し
、京
都
の
南
丹
市
に
ご
ざ
い
ま
す
京
都

伝
統
工
芸
大
学
校
と
い
う
学
校
の
御
縁
が
あ
り
、被
災
地
の
松
の
木
で
仏
さ

ま
を
彫
る
と
い
う
こ
と
に
理
事
長
が
賛
同
し
て
頂
き
ま
し
て
学
生
さ
ん
に

彫
っ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

粗
彫
り
の
途
中
で
陸
前
高
田
へ
運
び
ま
し
て
、被
災
さ
れ
た
方
に「
一
鑿
一

削
」し
て
頂
き
ま
し
た
。み
な
手
を
合
わ
し
て
一
人
一
人
涙
な
が
ら
に
鑿
を
入

れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
は
も
う
辛
い
光
景
で
す
。沢
山
の
人
が
亡
く
な
っ

た
明
く
る
年
で
す
か
ら
。

　

被
災
者
の
方
に
鑿
を
入
れ
て
頂
き
仏
さ
ま
京
都
へ
帰
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。

す
る
と
、阪
神
淡
路
大
震
災
で
被
災
を
さ
れ
た
方
が
こ
の
話
を
聞
き
つ
け
て

「
私
も
一
緒
に
彫
ら
し
て
欲
し
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。結
局
、合
計
一

万
一
千
百
十
二
人
の
方
に
鑿
を
入
れ
て
頂
き
ま
し
た
。も
う
こ
れ
以
上
彫
っ
た

ら
薄
う
な
り
ま
し
て
壊
れ
て
し
ま
う
の
で「
こ
の
へ
ん
で
堪
忍
し
て
貰
お
う
」と

い
う
こ
と
で
終
え
た
の
で
す
。こ
の
一
万
人
を
越
え
る
方
の
中
に
は
、ブ
ー
タ
ン

国
王
夫
妻
も
お
ら
れ
ま
し
た
。数
年
前
に
ブ
ー
タ
ン
国
王
が
来
日
さ
れ
た
と

き
、こ
の
こ
と
を
聞
か
れ
大
学
へ
行
っ
て「
私
も
彫
ら
せ
て
頂
き
た
い
」と
な
り
、

王
妃
と
お
二
人
で
ご
冥
福
を
祈
り
、鑿
を
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
と
忘
れ
ら
れ
な
い
話
が
、理
事
長
さ
ん
か
ら
う
か
が
っ
た
の
で
す
が
、小

学
校
の
男
の
子
が
鑿
を
入
れ
る
と
こ
ろ
に
来
た
そ
う
で
す
。「
先
生
、僕
に
も
彫

ら
し
て
下
さ
い
」と
。「
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
」と
言
っ
た
ら
、そ
の
小
学
校
の
低
学
年

の
男
の
子
が
、手
を
合
わ
し
て
ノ
ミ
で「
コ
ー
ン
」と
打
っ
た
の
で
す
。す
る
と
、

そ
の
子
供
が「
先
生
、僕
は
こ
れ
で
す
ー
っ
と
し
ま
し
た
」と
言
う
の
で
す
。こ
の

こ
と
を
聞
い
て
び
っ
く
り
し
た
の
で
す
。こ
の
子
の
環
境
は
分
か
り
ま
せ
ん
。分

か
り
ま
せ
ん
が
恐
ら
く
身
近
な
人
、ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
肉
親
を
亡
く
し
て
い
る

の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。あ
る
い
は
学
校
の
友
達
や
近
所
の
人
を
亡
く
し
て
い
る
。

も
し
く
は
震
災
の
凄
惨
な
現
場
を
見
て
き
て
い
る
。心
の
中
で
言
葉
に
な
ら
な

い
よ
う
な
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
亡
く
な
っ
た
人
は

ど
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」な
ど
と
、色
ん
な
感
情
や
記
憶
が
入
り
乱
れ
る
思

い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。そ
の「
コ
ー
ン
」と
打
っ
て
祈
る
と
い
う
事
に
よ
っ
て
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自
分
の
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
も
の
が
、ス
ー
と
霧
が
晴
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

私
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら「
祈
る
」と
い
う
こ
と
は
、極
め
て
私
は
大
切
な
事
だ
と
。「
祈
る
」

と
い
う
能
動
が「
祈
れ
た
」と
い
う
受
動
と
し
て
帰
っ
て
く
る
。

　

仏
教
で「
祈
り
」を
考
え
る
と
大
き
く
二
つ
あ
る
と
思
う
の
で
す
。「
仏
を
祈

る
」と「
仏
に
祈
る
」が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
仏
を
祈

る
」と
言
っ
た
場
合
に
は
、何
も
注
文
を
つ
け
ず
に「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

お
か
げ
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。」と
言
う
祈
り
。そ
れ
か
ら「
仏
に
祈
る
」と
い
う
の

は
、何
か
し
ら
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
。

　
「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
ん
だ
気
持
ち
」と
い
う
諺
が
ご
ざ
い
ま
す
。実
は
、本

当
に
実
際
沢
山
の
人
が
飛
ん
で
い
る
の
で
す
。け
れ
ど
も
、こ
れ
は
自
死
で
は

な
く「
願
か
け
」な
の
で
す
。お
百
度
、お
千
度
を
踏
ん
だ
り
水
垢
離
を
し
た
り

す
る
の
と
同
じ
な
の
で
す
ね
。「
舞
台
か
ら
飛
ぶ
」と
い
う
の
も
、一
つ
の
目
的
を

持
っ
て
い
る「
仏
に
祈
る
」と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。で
は
、大
切
な
の
は

「
じ
ゃ
あ
仏
っ
て
な
に
か
」と
い
う
こ
と
で
す
。こ
れ
が
ち
ょ
っ
と
難
し
い
の
で
す
。

以
前
、立
命
館
大
学
で「
連
続
宗
教
講
座
」と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
時

に
学
生
さ
ん
が「
和
尚
さ
ん
仏
っ
て
何
で
す
か
。一
言
で
言
っ
た
ら
何
で
す
か
」

と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
の
で
す
。こ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
。仏
教
に
は
色
々
と

宗
旨
宗
派
が
ご
ざ
い
ま
す
。で
す
か
ら
、仏
さ
ん
の
捉
え
方
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う

の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、日
本
仏
教
の
中
で
は
一
つ
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。そ
の
共
通
は
何
か
と
言
い
ま
す
と「
全
て
の
物
に
仏
が
宿
る
」と
い
う
こ
と

で
す
。こ
れ
が
基
本
で
す
。天
台
、真
言
、浄
土
、禅
、法
華
も
、全
て
に
共
通
し

て
お
り
ま
す
。こ
の
根
拠
が『
涅
槃
経
』と
い
う
経
典
の
中
に
説
か
れ
る「
一
切

衆
生
悉
有
仏
性
」で
す
。「
全
て
の
も
の
に
仏
が
宿
る
」と
い
う
考
え
方
で
す
。こ

の「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」と
い
う
考
え
方
が
中
国
、朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本

に
入
り
ま
し
た
。そ
う
す
る
と
、こ
の「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」と
い
う
言
葉
が

更
に
展
開
さ
れ
ま
し
て「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」に
変
わ
る
の
で
す
。木
も
草

も
国
土
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
も
の
ま
で
仏
さ
ん
と
位
置
づ
け
ま
す
。涅

槃
経
で
は「
悉
有
仏
性
」で
あ
っ
て「
仏
性
が
備
わ
っ
て
い
る
」と
言
う
の
で
す
が
、

日
本
に
参
り
ま
し
た
ら「
悉
皆
成
仏
」、つ
ま
り「
既
に
仏
だ
」と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
す
。こ
れ
は
、天
台
の
本
覚
思
想
に
出
て
き
ま
す
。全
て
の
も
の
が
仏
さ

ん
に
な
っ
て
い
る
、全
て
に
仏
が
宿
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、も
う
少
し
意
味
を

考
え
た
ら「
全
て
に
命
が
宿
る
」と
い
う
よ
う
に
捉
え
て
は
ど
う
か
と
。だ
か
ら

「
命
の
仏
格
化
」。「
命
の
仏
格
化
し
た
も
の
が
仏
だ
」と
理
解
し
た
ら
ど
う
か
。

「
全
て
の
も
の
が
生
き
て
い
る
」と
い
う
よ
う
に
こ
の
意
味
を
受
容
で
き
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

以
前
、京
都
議
定
書
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
時
に
、当
時
の
ケ
ニ
ア
の
環
境
副

大
臣
で
あ
っ
た
故
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
さ
ん
が
来
ら
れ
ま
し
た
。当
時
の
小

泉
総
理
と
の
会
談
で「
環
境
を
守
る
の
に
素
晴
ら
し
い
日
本
の
言
葉
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
言
葉
で
す
」と
話
さ
れ
た
こ
と
が
大
変
話

題
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
会
談
の
翌
日
に
当
山
に
来
ら
れ
た
の
で「
我
々
が
勿

体
な
い
と
言
う
の
は
、そ
の
も
の
の
形
、そ
の
も
の
を
無
駄
に
す
る
だ
け
で
は
な

く
、そ
こ
に
生
き
て
い
る
心
と
い
う
も
の
、命
と
い
う
も
の
が
あ
る
。だ
か
ら
そ

こ
に
生
き
て
い
る
命
を
も
我
々
は
見
て
い
る
」と
。例
え
ば「
花
を
見
て
も
決
し

て
花
の
形
だ
け
を
見
て
い
な
い
。こ
の
花
に
生
き
て
い
る
命
を
同
時
に
我
々
は

見
て
い
る
の
で
す
よ
」。「
だ
か
ら
、勿
体
な
い
と
い
う
言
葉
に
は
形
態
的
な
も

の
だ
け
で
は
な
く
命
を
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
」と
話
を
し
ま
し
た
。

　
「
全
て
に
命
が
あ
る
」。仏
教
の
根
本
思
想
は
、私
は「
命
の
思
想
」、そ
の
中
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身
は
縁
起
論
と
仏
性
論
と
ち
ょ
っ
と
理
屈
が
あ
る
の
で
す
が
、そ
れ
は
と
も
か

く
も「
共
に
生
き
て
共
に
病
み
、共
に
老
い
、共
に
亡
く
な
っ
て
い
く
」と
い
う
、

命
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
一
つ
の
思
想
に
ま
と
め
た
も
の
が
、仏
教
の
根
本
思
想
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。四
月
八
日
は
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
の
時
に
は
ご
存
知
の
よ
う
に
誕
生
仏
を
飾
り
ま
し
て
甘
茶
を
か
け
ま
す
。こ

の
誕
生
さ
れ
た
と
き
の
有
名
な
言
葉
が「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」で
す
。「
天

上
」そ
し
て「
天
下
」の
一
切
の
中
に
お
い
て「
唯
我
独
尊
」で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
一
人
一
人
が
こ
ん
な
に
尊
い
、こ
ん
な
に
か
け
が
え
の
な
い
存
在

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」と
い
う「
命
の
宣
言
」で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。国
を
支

え
る
の
は
政
治
や
経
済
、教
育
な
ど
様
々
な
分
野
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
そ
の

根
本
は「
命
の
問
題
」で
す
。一
人
一
人
が
こ
ん
な
に
尊
い
。こ
ん
な
に
か
け
が
え

の
な
い
、普
遍
的
で
平
等
な
命
。か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。私
は
こ

の
国
を
支
え
る
根
本
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。命
の
尊
さ
を

無
く
し
て
は
、異
文
化
の
交
流
も
或
い
は
他
文
化
の
共
生
と
い
う
も
の
も
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。で
す
か
ら「
仏
を
祈
る
」と
い
う
こ
と
は「
命
を
祈
る
」と
い
う
こ

と
で
あ
り「
命
に
感
謝
を
す
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て「
仏
に
祈
る
」と
い

う
こ
と
は「
命
に
つ
い
て
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
」と
い
う
こ
と
が
、私
は「
命
に

祈
る
」と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
常
々
思
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
命
っ
て
不
思
議
で
す
ね
。仏
教
大
学
に
親
し
く
し
て
頂
い
て
い
る
国

際
政
治
学
の
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。も
う
御
定
年
さ
れ
ま
し
た
が
。お
兄
さ

ん
が
御
所
の
宗
像
神
社
の
宮
司
さ
ん
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。一
度
先
生

に
質
問
が
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
先
生
、何
で
人
間
は
生
き
て
ま
す
の
か

ね
」と
こ
う
言
っ
た
ら
、「
そ
ら
あ
ん
た
、死
な
へ
ん
か
ら
や
」と
言
わ
れ
た
。「
ほ

な
聞
き
ま
す
が
、何
で
死
な
な
い
ん
で
す
か
」と
聞
き
返
し
た
ら「
そ
ら
生
き
て

る
さ
か
い
や
ろ
」と
言
わ
れ
た
。結
局
よ
く
分
か
ら
ん
の
で
す
ね
、何
で
生
き
て

い
る
の
か
。

　
「
生
き
て
る
か
ら
生
き
て
る
」と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
す
ね
。毎
朝
私

達
は
目
が
覚
め
て
お
り
ま
す
。「
朝
」と
い
う
字
は「
十
月
十
日
」と
書
き
ま
す
。

だ
か
ら
十
月
十
日
間
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
に
い
て
、朝
を
迎
え
る
。こ
れ
が

生
ま
れ
た
日
だ
。だ
か
ら
私
達
は
毎
朝
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

も
感
動
が
無
い
の
で
す
ね
。お
か
し
な
も
の
で
す
ね
。明
日
朝
、気
を
付
け
て
く

だ
さ
い
よ
。万
一
、目
が
覚
め
た
ら「
お
お
き
に
。よ
う
目
を
覚
ま
さ
し
て
頂
き

ま
し
た
、お
お
き
に
」と
私
は
言
い
た
い
で
す
ね
。

　

先
ほ
ど
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
よ
う
に
、年
末
に
今
年
の
漢
字
一
字
を
揮
毫

さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。二
十
二
年
に
な
り
ま
し
て
、こ
の
前
は「
金
」で
ご

ざ
い
ま
し
た
。「
金
」は
三
回
目
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。け
ど
よ
く
皆
さ
ん
漢
字
一

字
の
行
事
を
よ
く
ご
存
じ
。書
い
て
い
る
私
の
こ
と
は
知
ら
な
い
で
す
け
ど
、一

字
の
こ
と
は
皆
よ
く
知
っ
て
お
ら
れ
る
。こ
の
前
も
北
海
道
の
紋
別
で
し
た
が

夏
に
講
話
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。市
制
六
十
年
の
記
念
と
い
う
こ
と
で
行
っ
た

の
で
す
が
、皆
さ
ん
に
漢
字
の
こ
と
を「
知
っ
て
い
る
か
」と
聞
い
た
ら
、こ
ん
な

小
さ
な
子
ど
も
ま
で「
お
じ
ち
ゃ
ん
、僕
知
っ
て
い
る
よ
」と
言
う
の
で
す
ね
。

「
そ
う
。お
じ
ち
ゃ
ん
書
い
て
い
る
の
よ
」と
言
っ
た
ら「
そ
れ
は
知
ら
ん
」と
言

う
の
で
す
ね
。な
ぜ
知
ら
な
い
の
か
考
え
た
ら
、書
い
て
い
ま
す
所
を
カ
メ
ラ

は
後
ろ
か
ら
撮
る
の
で
す
よ
。ち
ょ
う
ど
頭
の
後
ろ
辺
り
が
映
っ
て
い
る
の
で

す
よ
。こ
の
前
も
放
送
局
に
行
き
ま
し
た
時
に「
た
ま
に
は
顔
映
し
た
ら
ど
う

で
す
か
」と
言
っ
た
ら「
い
や
い
や
。あ
れ
は
字
を
映
し
て
い
ま
す
の
で
、振
り
向

い
て
も
あ
き
ま
へ
ん
で
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。あ
の
筆
も
い
い
筆
で
す
。熊
野
筆

と
言
い
ま
し
て
、広
島
の
熊
野
で
作
っ
て
い
ま
す
。最
近
で
は
書
の
筆
の
需
要
よ
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り
お
化
粧
の
筆
を
作
る
の
が
多
い
そ
う
で
す
。ち
ょ
っ
と
横
道
に
そ
れ
て
す
み

ま
せ
ん
が
、あ
れ
は「
牛
耳
筆
」と
い
う
筆
で
す
。芯
に
牛
の
耳
の
毛
が
入
っ
て

い
ま
す
。牛
は
放
牧
し
ま
す
と
雨
水
が
耳
に
入
っ
た
り
し
て
病
気
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
、水
を
奥
に
入
れ
な
い
よ
う
に
水
を
吸
収
す
る
毛
が
あ
り
ま
す
。そ
の

毛
を
使
っ
た
筆
を「
牛
耳
筆
」と
申
し
ま
し
て
、昔
か
ら
良
い
筆
と
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
の
筆
は
何
故
良
い
か
言
う
と
、大
き
い
字
を
一
筆
で
書
き
ま
す
の
で
、墨

が
バ
ッ
と
出
て
し
ま
っ
た
ら
次
に
続
き
ま
せ
ん
。ぐ
っ
と
書
い
て
も
ま
だ
墨
の

含
み
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

み
な
さ
ん
あ
の
字
を
私
が
選
ん
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
方
が
多
い
で
す
が
、漢

検
が
さ
れ
て
い
る
行
事
で
す
。私
が
選
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。た
だ

発
表
さ
れ
書
き
ま
す
と「
筆
順
が
違
う
」と
か
色
々
電
話
が
寺
務
所
に
か
か
っ

て
き
ま
す
。ご
存
じ
の
よ
う
に
楷
書
、行
書
、草
書
で
は
当
然
筆
順
が
違
い
ま

す
。漢
字
の
書
き
取
り
テ
ス
ト
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
、少
々
の
こ
と
は

堪
忍
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
命
っ
て
不
思
議
で
す
ね
。筑
波
大
学
の
村
上
和
雄
先
生
と
申
し
ま

し
て
、遺
伝
子
工
学
が
専
門
の
有
名
な
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
。こ
の
先
生
の
話

が
好
き
で
よ
く
本
を
読
む
の
で
す
が「
命
を
授
か
る
確
率
と
い
う
の
は
、一
億

円
の
宝
く
じ
が
連
続
し
て
百
万
回
当
た
る
だ
け
の
偶
然
性
」と
書
い
て
あ
り
ま

し
た
。こ
れ
は
遺
伝
子
工
学
専
門
の
先
生
が
仰
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は「
命
を
頂

く
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
無
い
」こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。し
か
も
そ
の
中
で
、

人
間
の
、人
の
命
を
頂
く
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。け
れ

ど
も
今
我
々
は
、人
と
し
て
命
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。で
す
か
ら
先
生
は
、こ
の

命
の
こ
と
を「
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ト
」と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。科
学
者
で

す
が
。だ
か
ら
、誠
に
不
可
思
議
な
命
を
授
か
っ
て
い
る
。科
学
者
は
命
が
四

十
億
年
昔
に
一
つ
誕
生
し
て
、四
十
億
年
経
っ
て
一
七
五
万
種
、本
当
は
二
、三

千
万
も
今
あ
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
一
つ
の
命
か
ら
私
達

は
分
か
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、皆
ど
こ
か
で
命
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。こ
こ
に
ブ
ー
ン
と
飛
ん
で
い
る
蚊
も
、ブ
ー
ン
と
飛
ん
で
い
る
蠅

も
、私
と
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
。命
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
。そ
う
思
い
ま

す
と
愛
し
い
で
す
ね
。「
蚊
や
な
あ
。パ
ン
ッ
」と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
で
す
ね
。

「
あ
ぁ
こ
一
所
懸
命
に
生
き
と
る
な
あ
」と
。命
で
繋
が
っ
て
い
る
。私
は
今
年
で

七
十
七
歳
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、年
齢
を
聞
か
れ
た
ら「
四
十
億
七
十
七
歳
」と

言
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。え
ら
い
年
を
と
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

学
生
さ
ん
に
よ
く
話
を
す
る
の
が「
命
に
は
見
え
る
命
と
見
え
な
い
命
が
あ

る
。見
え
る
命
は
、こ
の
肉
体
的
生
命
。こ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
、こ
ん
な
に

尊
い
、こ
ん
な
に
平
等
な
、こ
ん
な
に
普
遍
的
な
尊
い
尊
厳
な
る
命
と
い
う
も

の
は
な
い
。け
ど
こ
の
命
を
支
え
て
い
る
の
は
見
え
な
い
命
が
支
え
て
い
る
。見

え
な
い
。こ
の
目
で
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、必
ず
見
え
る
命
は
見
え
な
い
命

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
」と
。科
学
の
世
界
で
宇
宙
を
構
成
す
る
の
は「
時

の
永
遠
の
流
れ
だ
」と
言
い
ま
す
。そ
し
て「
無
限
の
空
間
の
広
が
り
だ
」と
。

「
時
の
永
遠
の
流
れ
。無
限
の
空
間
の
広
が
り
」。こ
こ
に
命
が
あ
る
。こ
れ
を
仏

教
で
は「
諸
行
無
常
」と
い
い
ま
す
。時
は
留
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。止
め
処
な

く
流
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、こ
こ
で
生
ま
れ
た
も
の
が
無
限
の
空
間
の
広
が
り
。

こ
れ
を「
諸
法
無
我
」と
言
い
ま
す
。「
私
」と
い
う
も
の
は
有
り
得
な
い
。全
て

の
力
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。こ
れ
を「
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
」と
言
い
ま
す
。「
ア

ミ
タ
ー
ユ
ス
」「
ア
ミ
タ
ー
バ
ー
」こ
れ
を
一
つ
に
し
て「
阿
弥
陀
」と
言
う
よ
う

に
な
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。こ
れ
が
一
つ
の
仏
教
の
命
の
考
え
方
で
あ

り
ま
す
。
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私
達
は
、時
間
的
に
も
或
い
は
空
間
的
に
も
、命
と
い
う
も
の
を
共
有
し
な

が
ら
今
日
を
迎
え
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。私
達
は
相
対
の
世
界
に
住
ん
で
い

ま
す
。年
が
若
い
と
か
あ
る
い
は
年
を
と
っ
て
い
る
。男
と
か
女
と
か
、勝
つ
と

か
負
け
る
と
か
相
対
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。こ
の
相
対
に
生
き
て
い
る
間
は
、

争
い
事
は
無
く
な
り
ま
せ
ん
。揉
め
事
は
無
く
な
り
ま
せ
ん
。こ
の
相
対
か
ら

我
々
は
、絶
対
の
世
界
と
い
う
も
の
を
経
験
し
な
い
こ
と
に
は
争
い
は
無
く
な

ら
な
い
。

　

家
庭
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。主
人
が
あ
っ
て
嫁
さ
ん
が
あ
る
。主
人
と

嫁
さ
ん
と
相
対
し
て
い
た
ら
揉
め
ま
す
。「
私
の
言
う
事
が
な
ぜ
で
聞
け
な
い
」

と
。そ
う
し
た
ら
主
人
が「
俺
の
言
う
事
を
な
ん
で
聞
け
な
い
の
」と
言
う
た

ら
、こ
れ
は
も
う
相
対
な
の
で
す
。け
ど
、そ
の
ご
主
人
と
奥
さ
ん
と
の
意
見
が

一
つ
に
な
っ
た
ら
、こ
れ
は
相
対
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
。十
一
月
二
十

二
日
は「
い
い
夫
婦
」と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、そ
の
時
に
両
方
か
ら
こ

の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
出
す
と
い
う
、そ
ん
な
習
慣
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。こ
れ

を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
ま
と
め
た
よ
う
で
、ご
主
人
か
ら
奥
さ
ん
に
出
し
た
も
の
が
載

せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
ま
だ
子
供
が
小
さ
か
っ
た
頃
の
夫
婦
喧
嘩
で
あ
る
」と
。「
若
気
の
至
り
で

小
さ
な
こ
と
に
腹
を
立
て
て『
お
前
な
ん
か
実
家
に
帰
っ
て
し
ま
え
』と
家
か

ら
追
い
出
し
た
と
き
、君
は
泣
き
な
が
ら
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
ね
。が
ら
ー

ん
と
寂
し
く
な
っ
た
部
屋
で
心
配
そ
う
に
見
上
げ
る
子
供
た
ち
の
顔
を
見
つ

め
な
が
ら
、や
が
て
君
の
実
家
か
ら
掛
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
電
話
に
、ど
の

よ
う
に
対
峙
し
よ
う
か
と
あ
れ
こ
れ
考
え
あ
ぐ
ん
で
い
た
時
、し
ば
ら
く
し
て

掛
か
っ
て
き
た
電
話
口
か
ら
流
れ
て
き
た
の
は『
も
っ
と
自
分
の
女
房
を
大
事

に
し
ろ
』と
い
う
、聞
き
慣
れ
た
僕
の
親
父
の
怒
鳴
り
声
で
あ
っ
た
。そ
う
、君

は
自
分
の
実
家
に
帰
ら
ず
に
、僕
の
実
家
に
行
っ
た
の
で
す
ね
。ま
だ
若
か
っ
た

君
の
悲
し
み
の
中
で
咄
嗟
に
と
っ
た
そ
の
行
動
に
、君
の
本
当
の
優
し
さ
、賢

明
さ
を
知
り
、完
敗
だ
と
悟
り
ま
し
た
。そ
の
時
僕
は
決
心
し
た
の
で
す
。君

と
は
も
う
喧
嘩
は
し
な
い
。君
を
一
生
大
事
に
し
て
い
こ
う
と
そ
の
後
も
色
々

と
苦
労
を
掛
け
た
け
れ
ど
も
、君
を
愛
す
る
気
持
ち
は
変
わ
ら
な
い
。来
年
は

定
年
を
迎
え
る
け
れ
ど
も
、無
事
に
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
君
の
お
か
げ
で
あ

る
。感
謝
し
て
い
る
。今
後
と
も
よ
ろ
し
く
」と
、こ
う
い
う
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
ご

ざ
い
ま
す
。初
め
は
相
対
の
世
界
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、奥
さ
ん
の
こ
の
咄
嗟

の
行
動
と
い
う
も
の
に
ご
主
人
が
心
を
惹
か
れ
て
、相
対
が
絶
対
の
世
界
に

帰
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

我
々
の
世
界
で
絶
対
の
世
界
っ
て
何
だ
ろ
う
か
。例
え
ば
数
学
の
時
間
で
私

達
は
習
い
ま
し
た
。三
角
形
の
絶
対
的
条
件
っ
て
い
っ
た
ら「
内
角
の
和
が
二

直
角
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
す
ね
。百
八
十
度
で
あ
る
と
。三
角
形
の
一
辺
が

長
い
、短
い
と
か
、こ
ん
な
相
対
の
世
界
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
。

私
は
、人
と
し
て
の
絶
対
の
世
界
は「
生
き
て
い
る
」と
い
う
、こ
の「
命
」で
は
な

い
か
と
。こ
の
命
に
年
齢
が
あ
り
ま
す
か
。命
に
男
女
あ
り
ま
す
か
。命
に
長
い

短
い
が
あ
り
ま
す
か
。命
と
い
う
の
は
、私
は
絶
対
的
存
在
で
あ
る
。こ
の
命
に

目
覚
め
て
行
く
、命
の
尊
さ
に
目
覚
め
て
行
こ
う
と
い
う
の
が
仏
教
の
根
本
。

「
仏
教
の
根
本
思
想
は
、命
の
思
想
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
を
常
々
思
う
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。見
え
る
命
は
見
え
な
い
命
が
支
え
て
い
る
。見
え
る
命
は
大
切
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、そ
れ
を
見
え
な
い
命
が
し
っ
か
り
と
支
え
て
い
る
。私
が
こ
こ

に
立
っ
て
お
り
ま
す
の
も
、大
宇
宙
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、大
自
然
の
恵
み
、大
勢
の

人
々
の
働
き
、そ
の
も
の
の
力
に
よ
っ
て
私
は
こ
こ
に
立
つ
事
が
許
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
見
え
な
い
命
を
感
ず
る
。山
折
先
生
は「
宗
教
に
は
信
ず
る
風
土
と
感
ず
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